
謡
曲
《
蘆
刈
）
小
考

謡
曲
《
蘆
刈
》
小
考

　
　
　
季
節
の
転
換
を
中
心
に

　
　
　
　
　
は
じ
め
に

　
謡
曲
《
蘆
刈
》
は
四
番
目
物
、
男
物
狂
能
と
さ
れ
、
『
五
音
』
及
び
『
申
楽

談
義
』
に
よ
り
、
既
存
の
曲
が
、
世
阿
弥
に
よ
っ
て
改
作
さ
れ
た
も
の
で
、
古

く
は
《
難
波
》
と
呼
ば
れ
て
い
付
。
以
下
に
梗
概
を
記
す
。

　
摂
津
国
に
住
む
日
下
左
衛
門
は
、
貧
困
の
た
め
に
妻
と
離
別
し
た
。
そ
の
後
、

女
は
京
都
の
あ
る
貴
人
の
乳
母
と
な
り
、
相
当
の
暮
ら
し
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
こ
で
女
は
従
者
を
伴
い
、
日
下
の
里
を
訪
ね
た
。
と
こ
ろ
が
左
衛
門

は
す
っ
か
り
零
落
し
て
お
り
・
、
そ
の
居
場
所
も
分
か
ら
な
い
。
難
波
の
浦
で
折

し
も
来
合
わ
せ
た
蘆
売
る
男
か
ら
蘆
を
買
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
女
は
そ
の
男

が
か
つ
て
の
夫
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
男
女
は
共
に
再
会
を
喜
び
、
連
れ
立
っ

て
都
へ
と
帰
る
。

　
《
蘆
刈
》
は
蘆
刈
説
話
に
主
な
典
拠
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
の
結
末
を
大
き
く

一

〇

家
　
　
原
　
　
彰
　
　
子

変
更
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
ご
詣
曲
に
お
け
る
結
末

と
季
節
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
し
、
謡
曲
《
蘆
刈
》
の
特
質
を
論
じ
た
い
。

　
　
　
　
　
一
　
研
究
史
と
問
題
点
の
整
理

謡
曲
（
蘆
刈
》
は
既
に
多
く
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
『
大
和
物
語
』
　
一
四

八
段
を
は
じ
め
と
す
る
蘆
刈
説
話
を
典
拠
と
し
て
い
娠
。
先
行
研
究
を
踏
ま
え

た
上
で
、
蘆
刈
説
話
の
う
ち
謡
曲
（
蘆
刈
》
が
主
に
依
拠
し
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
『
大
和
物
語
』
と
《
蘆
刈
》
と
を
比
較
す
る
と
、
夫
婦
の
境
遇
や
物
語
の

結
末
に
お
い
て
大
き
な
違
い
が
み
ら
れ
る
。

　
ま
ず
夫
婦
の
身
分
と
そ
の
後
の
境
遇
に
つ
い
て
、
『
大
和
物
語
』
で
は
女
は

離
別
後
、
貴
人
の
後
妻
と
な
る
の
に
対
し
、
《
蘆
刈
》
で
は
乳
母
と
な
っ
て
お

り
、
離
別
し
て
も
夫
婦
関
係
が
は
っ
き
り
と
は
解
消
さ
れ
て
い
な
い
。
蘆
刈
人

と
な
っ
た
男
は
『
大
和
物
語
』
で
は
「
蘆
に
な
ひ
た
る
男
の
か
た
ひ
の
や
う
な



る
牡
」
と
醜
さ
を
匂
わ
す
程
度
に
描
か
れ
る
だ
け
で
あ
る
の
に
対
し
、
（
蘆
刈
》

で
は
卑
し
さ
や
辛
さ
が
男
自
身
に
よ
っ
て
語
ら
れ
、
よ
り
二
層
強
調
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
し
、
そ
の
蘆
を
刈
り
運
ぶ
姿
に
風
雅
な
心
が
感
じ
ら
れ
、
落
ち
ぶ
れ

て
も
な
お
都
人
と
し
て
の
心
を
残
し
て
い
る
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
こ
と
に
も
注

目
し
て
お
き
た
い
。

　
つ
ぎ
に
物
語
の
結
末
に
つ
い
て
は
、
『
大
和
物
語
』
で
は
男
の
和
歌
「
君
な

く
て
あ
し
か
り
け
り
と
思
ふ
に
も
い
と
ど
難
波
の
浦
ぞ
す
み
憂
き
」
が
詠
ま
れ

た
時
点
で
一
応
の
区
切
り
が
つ
い
て
い
る
。
男
が
一
方
的
に
佗
び
し
さ
を
述
べ

た
後
、
女
は
な
す
術
が
な
か
っ
た
の
か
、
返
歌
さ
え
も
は
っ
き
り
し
な
い
の
で

あ
る
。
再
会
は
す
る
も
の
の
曖
昧
な
結
末
で
、
復
縁
と
は
程
遠
い
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
《
蘆
刈
》
で
は
、
再
会
の
後
、
女
は
男
に
正
装
を
さ
せ
、
共

に
都
に
帰
る
と
い
う
幸
福
な
結
末
を
明
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
女
が
新
た
な
結
婚
を
せ
ず
に
男
を
捜
し
に
来
た
こ
と
、
蘆
刈

男
を
風
雅
な
心
を
持
つ
人
と
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
、
結
末
が
幸
福
な
再
縁
と

な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
、
謡
曲
《
蘆
刈

　
佐
成
謙
太
郎
氏
は
謡
曲
の
思
想
の
一
つ

，　　Ｗ

に
お
い
て
特
徴
的
で
あ
る
。

に
「
恋
愛
否
定
」
を
掲
げ
て
お
肌
、

《
蘆
刈
》
の
結
末
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
常
に
男
女
の
恋
愛
を
否
定
排
斥
し
て
ゐ
る
謡
曲
作
者
が
、
本
曲
に
夫
婦
再

　
　
会
の
喜
び
を
描
い
た
の
は
、
ま
こ
と
に
珍
し
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
殊
に
こ

　
　
の
出
典
で
あ
る
大
和
物
語
な
ど
で
は
、
女
は
既
に
他
に
富
貴
の
夫
を
得
て
、

　
　
　
　
　
謡
曲
《
蘆
刈
）
小
考

　
　
再
会
の
喜
び
は
ほ
ん
の
一
時
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
（
中
略
）
に
対
し
て
、

　
　
こ
の
曲
の
、
相
携
へ
て
京
に
帰
る
こ
と
と
し
て
ゐ
る
の
は
、
特
に
注
意
す

　
　
べ
き
点
で
あ
ら
竹
。

　
佐
成
氏
は
《
蘆
刈
》
に
「
夫
婦
再
会
の
喜
び
」
が
描
か
れ
、
結
末
が
「
相
携

へ
て
京
に
帰
る
」
と
大
き
く
変
更
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
る
も
の
の
、
そ
の

理
由
に
つ
い
て
詳
し
く
は
言
及
し
て
い
な
い
。

　
ま
た
、
《
蘆
刈
》
に
お
け
る
季
節
に
つ
い
て
は
鳥
居
明
雄
氏
が
論
じ
て
お
り
、

曲
末
の
詞
章
を
掲
げ
た
後
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
梅
満
開
の
春
霞
の
水
辺
地
で
一
対
の
男
女
の
和
合
が
語
ら
れ
、
し
か
も
そ

　
　
の
男
女
が
上
京
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
予
祝
性
は
き
わ

　
　
め
て
調
子
の
高
い
も
の
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
と
に
、

　
　
冬
か
ら
春
へ
の
推
移
と
い
う
、
い
わ
ば
年
の
更
新
の
接
点
に
男
女
の
再
会

　
　
譚
を
投
入
し
た
配
慮
は
、
説
話
享
受
の
位
相
と
し
て
、
ま
ず
予
祝
性
こ
そ

　
　
基
本
と
し
て
動
か
さ
な
い
と
い
う
明
確
な
態
度
決
定
を
表
明
し
た
も
の
と

　
　
解
し
て
ょ
づ
。

　
鳥
居
氏
は
《
蘆
刈
》
に
お
け
る
季
節
の
推
移
に
触
れ
、
男
女
の
再
会
を
年
の

更
新
に
当
て
は
め
た
こ
と
に
、
強
い
予
祝
性
が
あ
る
と
す
る
。
た
だ
し
、
鳥
居

氏
の
解
釈
は
難
波
に
お
け
る
蘆
よ
り
も
梅
花
を
重
視
し
た
も
の
で
、
こ
れ
に
は

《
蘆
刈
》
の
詞
章
に
あ
る
「
難
波
津
の
春
は
夢
な
れ
や
／
名
に
負
ふ
梅
の
花
笠
」

や
「
難
波
津
に
咲
く
や
こ
の
花
冬
龍
り
今
は
春
べ
と
咲
く
や
こ
の
花
」
が
色
濃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
一



　
　
　
　
　
謡
曲
《
蘆
刈
）
小
考

く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
梅
に
焦
点
を
当
て
た
と
こ
ろ
か
ら
引
き

出
さ
れ
る
「
予
祝
性
」
は
《
蘆
刈
》
の
一
側
面
に
留
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

　
謡
曲
《
蘆
刈
）
の
結
末
が
他
の
蘆
刈
説
話
と
異
な
り
幸
福
な
夫
婦
再
縁
と
な

っ
て
お
り
、
曲
中
で
季
節
が
冬
か
ら
春
へ
と
推
移
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
と
す
る
と
、
《
蘆
刈
》
の
結
末
が
夫
婦
再
縁
に
変
え
ら
れ
た
こ
と
と
、

《
蘆
刈
》
の
季
節
が
春
と
さ
れ
た
こ
と
に
は
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
ま
た
両
者
に
関
係
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
曲
中
に
ど
の
よ
う
に
表
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
上
の
疑
問
点
に
つ
い
て
、
蘆
に
光
を
当
て
な
が
ら
謡

曲
《
蘆
刈
》
に
お
け
る
季
節
の
転
換
を
中
心
と
し
て
考
察
し
て
い
く
。

二
　
蘆
に
表
れ
る
季
節
と
男
の
境
遇

謡
曲
《
蘆
刈
》
の
曲
中
で
は
、
冬
か
ら
春
と
い
う
季
節
の
転
換
が
な
さ
れ
飴
。

そ
れ
は
典
拠
と
さ
れ
る
蘆
刈
説
話
か
ら
の
大
き
く
飛
躍
し
た
点
で
も
あ
る
。

　
蘆
刈
説
話
の
持
つ
季
節
感
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
蘆
刈
説
話
の
中
で
も
謡
曲

《
蘆
刈
》
が
主
に
依
拠
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
大
和
物
語
』
　
一
四
八
段
を

取
り
上
げ
る
。
こ
の
物
語
に
お
い
て
季
節
の
描
写
が
な
さ
れ
る
の
は
、
京
へ
上

っ
た
女
が
別
れ
た
男
を
思
っ
て
和
歌
を
詠
む
場
面
の
み
で
あ
る
。

　
　
女
は
京
に
来
に
け
り
。
さ
し
は
へ
い
づ
こ
と
も
な
く
て
来
た
れ
ば
、
こ
の

　
　
つ
き
て
来
し
人
の
も
と
に
ゐ
て
、
い
と
あ
は
れ
、
と
思
ひ
や
り
け
り
。
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ー

　
　
に
荻
す
す
き
、
い
と
お
ほ
か
る
所
に
な
む
あ
り
け
る
。
風
な
ど
吹
け
る
に
、

　
　
か
の
津
の
国
を
思
ひ
や
り
て
、
「
い
か
で
あ
ら
む
」
な
ど
、
悲
し
く
て
よ

　
　
み
け
る
。

　
　
　
　
ひ
と
り
し
て
い
か
に
せ
ま
し
と
わ
び
つ
れ
ば
そ
よ
と
も
前
の
荻
ぞ
答

　
　
　
　
ふ
る

　
　
と
な
む
ひ
と
り
ご
ち
け
る
。

　
こ
こ
に
は
「
荻
す
す
き
」
と
い
う
秋
の
植
物
が
描
か
れ
、
悲
し
む
女
の
物
寂

し
さ
を
演
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
後
に
男
を
尋
ね
て
難
波
を
訪
れ
る
際
に
は

具
体
的
な
季
節
の
描
写
は
な
さ
れ
な
い
。
ま
た
『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
三
、

『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
九
、
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
三
十
、
『
宝
物
集
』
第
七
、

『
源
平
盛
衰
記
』
巻
第
三
十
六
、
『
神
道
集
』
第
四
十
三
な
ど
に
含
ま
れ
る
蘆
刈

説
話
と
関
わ
る
も
の
は
、
い
ず
れ
も
季
節
を
記
さ
な
い
。
こ
こ
で
考
え
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
蘆
刈
と
い
う
行
為
が
行
わ
れ
る
季
節
で
あ
る
。
蘆

刈
と
は
本
来
、
燃
料
に
し
た
り
簾
と
し
て
加
工
す
る
た
め
に
枯
れ
た
蘆
を
刈
る

の
で
、
晩
秋
や
冬
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
冬
の
蘆
を
描
く
例
と
し
て
「
か
も
の

ゐ
る
入
江
の
あ
し
は
霜
が
れ
て
を
の
れ
の
み
こ
そ
あ
を
葉
成
け
心
」
（
『
千
載
和

歌
集
』
巻
第
六
、
冬
歌
、
四
三
五
、
道
因
法
師
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に

季
節
の
言
葉
を
持
だ
な
い
蘆
刈
説
話
に
お
い
て
も
、
こ
の
蘆
刈
と
い
う
厳
し
い

生
業
に
は
、
冬
と
い
う
季
節
感
が
含
み
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
謡
曲
《
蘆
刈
》
で
は
、
そ
う
し
た
冬
の
イ
メ
上
ン
を
持
つ
「
蘆
刈
」



を
曲
名
に
掲
げ
る
も
の
の
、
曲
中
で
は
春
と
い
う
季
節
が
随
所
に
表
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
女
が
共
を
連
れ
て
日
下
の
里
を
訪
ね
る
道
行
場
面
に

「
山
本
霞
む
水
無
瀬
川
」
と
い
う
詞
章
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
春
景
の
美
を
述
べ

た
和
歌
、

見
わ
た
せ
ば
山
も
と
か
す
む
水
飯
瀬
川
ゆ
ふ
べ
は
秋
と
な
に
思
ひ
け
心

　
　
　
　
　
　
（
『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
第
一
、
春
歌
上
、
三
六
、
後
鳥
羽
院
）

を
踏
ま
え
た
表
現
で
、
春
と
い
う
季
節
を
匂
わ
せ
て
い
る
。

　
ま
た
、
蘆
刈
男
が
女
の
コ
打
の
前
で
遊
狂
を
見
せ
る
前
の
場
面
に
、

心
あ
ら
む
人
に
見
せ
ば
や
津
の
国
の
難
波
わ
た
り
の
春
の
け
し
き
牡

　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
一
、
春
上
、
四
三
、
能
因
法
師
）

と
い
う
、
難
波
の
新
春
の
美
景
を
称
え
た
歌
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
直
前
に
引
か

れ
た
古
歌
「
大
宮
の
内
ま
で
聞
こ
ゆ
網
引
す
と
網
子
と
と
の
ふ
る
海
人
の
呼
び

丸
」
（
『
万
葉
集
』
巻
第
三
、
雑
歌
、
二
三
八
、
長
忌
寸
奥
麻
呂
）
で
詠
ま
れ
た

網
引
き
の
風
景
を
目
の
前
に
表
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
時
点
で
（
蘆
刈
》
の
舞
台
が
春
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
謡
曲
《
蘆
刈
》
は
単
純
に
春
と
い
う
季
節
一
色
に
塗
り
込

め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
一
曲
の
中
に
は
、
蘆
刈
男
の
苦
し
ん
で

き
た
冬
の
要
素
が
多
く
織
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
《
蘆
刈
》
の
蘆
刈
男
の
境
遇
を
考
え
る
た
め
に
蘆
と
い
う
語
に
着
目

す
る
。
本
曲
に
お
い
て
蘆
の
描
か
れ
方
は
大
き
く
三
つ
に
分
類
で
き
る
。
第
一

　
　
　
　
　
謡
曲
《
蘆
刈
）
小
考

は
〈
男
の
身
辺
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
の
蘆
〉
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
「
蘆
刈

人
」
の
よ
う
な
男
の
生
業
を
直
接
示
す
も
の
、
「
枯
蘆
」
と
い
っ
た
落
ち
ぶ
れ

た
身
を
例
え
る
も
の
、
「
蘆
火
焚
く
屋
」
と
い
っ
た
現
在
の
男
の
住
ま
い
の
酷

さ
や
生
活
の
辛
さ
を
表
す
も
の
が
含
ま
れ
る
。
第
二
は
〈
異
名
を
持
つ
も
の
と

し
て
の
蘆
〉
で
あ
る
。
蘆
と
い
う
植
物
は
「
よ
し
」
と
「
あ
し
」
と
い
う
異
な

る
名
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
「
難
波
の
浦
の
よ
し
あ
し
も
」
と
い
う
よ
う
に
、
蘆

と
そ
の
善
悪
の
意
を
言
い
掛
け
て
用
い
ら
れ
、
蘆
と
悪
し
と
の
掛
詞
は
「
あ
し

か
り
け
り
」
「
あ
し
か
ら
し
」
と
い
っ
た
男
女
の
和
歌
に
お
い
て
も
効
果
的
に

用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
ワ
キ
さ
て
は
物
の
名
も
所
に
よ
り
て
変
る
よ
な
う

ノ
ン
テ
な
か
な
か
の
事
こ
の
蘆
を
。
伊
勢
人
は
浜
荻
と
い
ひ
／
ワ
キ
難
波
人
は
／

シ
テ
蘆
と
い
ふ
」
と
土
地
に
よ
っ
て
呼
び
名
が
異
な
る
蘆
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。

第
三
は
〈
難
波
の
景
物
と
し
て
の
蘆
〉
で
あ
る
。
蘆
は
難
波
の
情
景
を
描
く
上

で
不
可
欠
な
も
の
だ
と
さ
れ
て
お
り
、
「
雨
の
蘆
辺
」
の
よ
う
に
雨
の
脚
と
の

掛
詞
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
蘆
や
、
「
蘆
の
枯
葉
」
と
い
う
冬
の
蘆
、
「
蘆
の
若

葉
」
と
い
う
春
の
蘆
と
い
っ
た
様
々
な
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
《
蘆
刈
》
に
お
い
て
は
、
難
波
の
蘆
を
刈
り
売
る
と
い
う
過
酷
な
仕
事
に
、

零
落
し
た
男
の
苦
し
さ
が
表
さ
れ
て
お
り
・
、
男
は
自
身
を
「
枯
蘆
」
と
ま
で
例

え
て
い
る
。
つ
ま
り
《
蘆
刈
》
に
お
け
る
蘆
は
男
自
身
と
重
ね
て
読
む
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
男
の
生
業
と
す
る
「
蘆
（
あ
し
）
」
に
は
「
よ
し
」
と
い

う
異
名
が
あ
り
、
ま
た
難
波
で
は
蘆
と
呼
ば
れ
る
が
伊
勢
で
は
浜
荻
と
呼
ば
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三



　
　
　
　
　
謡
曲
《
蘆
刈
）
小
考

る
な
ど
、
同
じ
も
の
で
あ
る
が
異
な
っ
た
呼
び
名
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
周
り

の
環
境
に
よ
っ
て
そ
の
呼
び
名
が
変
わ
っ
て
も
、
蘆
は
本
来
一
つ
の
植
物
で
あ

る
よ
う
に
、
た
と
え
男
が
零
落
し
蘆
刈
と
い
う
卑
し
い
姿
に
な
っ
た
と
し
て
も

本
来
は
同
じ
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
物
語

の
結
末
に
向
か
い
、
蘆
は
枯
葉
か
ら
若
葉
へ
と
変
わ
り
、
植
物
と
し
て
の
蘆
の

再
生
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
男
の
人
生
の
再
出
発
と
重
ね
て
解
釈
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
、
こ
こ
で
蘆
と
関
わ
る
「
簾
」
と
男
女
の
再
会
に
つ
い
て
触
れ
て
お

き
た
い
。
《
蘆
刈
》
に
お
い
て
、
男
女
が
お
互
い
を
か
つ
て
の
相
手
で
あ
る
と

知
る
直
前
、
蘆
刈
男
が
女
の
一
行
の
前
で
遊
狂
の
芸
を
披
露
す
る
場
面
に
、
次

の
よ
う
な
詞
章
が
あ
る
。

　
　
難
波
女
の
。
難
波
女
の
。
か
づ
く
袖
笠
肘
笠
の
。
雨
の
蘆
辺
も
。
乱
る
る

　
　
か
た
を
波
あ
な
た
へ
ざ
ら
り
こ
な
た
へ
ざ
ら
り
。
ざ
ら
り
ざ
ら
り
ざ
ら
ざ

　
　
ら
ざ
っ
と
。
風
の
上
げ
た
る
。
古
簾
。
つ
れ
づ
れ
も
な
き
心
お
も
し
ろ
や

　
こ
の
「
ざ
ら
り
」
「
ざ
ら
ざ
ら
」
は
、
雨
に
乱
れ
る
蘆
、
そ
の
蘆
の
も
と
へ

打
ち
寄
せ
る
波
、
ま
た
風
の
吹
き
上
げ
る
古
簾
の
音
を
写
し
取
っ
た
言
葉
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
蘆
は
難
波
の
景
物
の
Ｉ
つ
と
し
て
描
か
れ
、
波
は

「
難
波
津
」
や
「
難
波
の
浦
」
の
よ
う
に
海
と
深
く
関
わ
る
難
波
を
代
表
す
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
難
波
に
縁
の
深
い
蘆
や
波
が
こ
の
詞
章
に
登
場

す
る
の
は
、
当
然
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
簾
は
ど
う
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

つ
か
。
簾
は
蘆
を
加
工
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
連
想
か
ら
導
き
出
さ
れ

た
も
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
大
、
こ
の
簾
は
単
な
る
蘆
か
ら
の
連
想
と
い
う
だ

け
で
な
く
、
何
か
そ
れ
以
上
の
も
の
を
表
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ

う
か
。

　
こ
こ
で
の
簾
は
、
難
波
を
訪
ね
て
き
た
女
が
乗
る
牛
車
の
簾
と
考
え
る
の
が

妥
当
で
あ
ろ
う
。
蘆
刈
説
話
に
登
場
す
る
簾
は
、
夫
婦
の
再
会
、
特
に
男
が
妻

に
気
づ
く
場
面
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
『
大
和
物
語
』
で
は
、

女
が
男
を
か
つ
て
の
夫
で
あ
る
と
気
づ
き
、
蘆
の
対
価
に
物
を
渡
そ
う
と
す
る

場
面
で
、

　
　
い
か
で
物
を
と
ら
せ
む
と
思
ふ
あ
ひ
だ
に
、
下
簾
の
は
ざ
ま
の
あ
き
た
る

　
　
よ
り
、
こ
の
男
ま
も
れ
ば
、
わ
が
妻
に
に
た
り

と
、
男
は
車
の
簾
の
内
側
に
か
け
る
絹
布
で
あ
る
「
下
簾
」
の
問
に
妻
の
顔
を

み
と
め
る
。

　
ま
た
『
神
道
集
』
「
摂
津
葦
苅
明
神
事
」
で
は

夫
不
思
議
思
乍
し
咎
、
振
々
立
寄
、
取
ナ
カ
ラ
ミ
ス
ノ
内
見
入
ケ
レ
（
、

　
　
ノ
　
　
　
⑩

我
本
女
房
也

と
夫
は
「
ミ
ス
（
御
簾
）
」
の
内
に
い
る
女
房
を
見
る
。

　
ま
た
蘆
刈
説
話
と
関
わ
り
が
深
い
と
さ
れ
る
『
神
道
集
』
「
釜
神
事
」
に
も

箕
買
給
云
庭
中
立
、
女
房
御
簾
ズ
目
し
内
見
出
御
覧
、
本
夫
也
、
（
略
）

酒
飯
共
被
し
透
、
夜
入
人
々
閑
後
、
佐
有
此
有
様
吉
々
見
（
ヤ
ト
思
、
此



女
房
編
垂
少
引
開
見
給
、
男
盃
乍
払
肛
振
返
見
程
、
目
々
急
度
見
合

と
あ
り
、
ま
ず
女
房
が
「
御
簾
」
の
内
か
ら
夫
に
気
づ
き
、
後
に
施
し
を
し
た

夫
の
様
子
を
見
る
た
め
に
「
編
垂
」
を
開
け
て
見
て
い
た
と
こ
ろ
、
夫
と
目
を

見
合
わ
せ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
蘆
刈
説
話
に
お
い
て
は
、
妻
が
一
方
的
に
夫
に
気
づ
く
の
で
は

な
く
、
男
の
方
も
妻
を
認
識
し
て
初
め
て
本
当
の
再
会
と
な
る
。
つ
ま
り
、
再

会
を
真
に
決
定
付
け
る
際
の
重
要
な
小
道
具
と
し
て
簾
（
下
簾
・
御
簾
・
編

垂
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え

る
と
、
謡
曲
《
蘆
刈
》
の
「
古
簾
」
に
は
、
昔
馴
染
み
の
人
で
あ
る
か
つ
て
の

妻
が
掛
け
垂
ら
す
簾
と
い
う
意
味
が
含
み
込
ま
れ
、
そ
れ
が
風
に
よ
っ
て
大
き

く
吹
き
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
情
景
を
「
心
お
も
し
ろ
や
」
と
す
る
こ
と
で
、
既

に
そ
こ
に
夫
婦
の
再
会
を
予
感
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
そ

の
「
古
簾
」
は
、
謡
曲
《
蘆
刈
》
で
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
、
蘆
刈
説
話
に
お

け
る
簾
を
介
し
て
互
い
を
知
る
と
い
う
再
会
の
名
残
と
も
言
え
る
だ
ろ
他
。

　
謡
曲
《
蘆
刈
》
に
お
け
る
蘆
は
冬
の
枯
葉
か
ら
春
の
若
葉
へ
と
大
き
く
転
換

し
、
そ
れ
は
男
自
身
の
境
遇
を
表
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
蘆
の
加
工
品

で
あ
る
簾
は
、
夫
婦
の
再
会
を
導
く
重
要
な
語
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一

一

一

八蘆

刈

》
に
お
け
る
季
節
の
転
換
と
和
歌
の
役
割

謡
曲
《
蘆
刈
》
の
中
に
は
、
蘆
が
枯
葉
か
ら
若
葉
へ
と
転
換
す
る
こ
と
に
関

　
　
　
　
謡
曲
《
蘆
刈
》
小
考

わ
る
和
歌
が
二
首
あ
る
。
こ
れ
ら
は
と
も
に
難
波
の
土
地
を
舞
台
と
し
、
冬
と

春
と
が
一
つ
の
歌
の
中
に
同
時
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
男
女
が

再
会
を
果
た
し
、
和
歌
が
夫
婦
の
媒
と
な
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
後
の
、

難
波
津
に
咲
く
や
こ
の
花
冬
龍
り
／
今
は
春
べ
と
咲
く
や
こ
の
氷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
古
今
和
歌
集
』
序
）

で
あ
る
。
こ
れ
は
仁
徳
天
皇
に
こ
と
よ
せ
た
歌
で
あ
り
・
、
難
波
の
梅
の
花
が
長

い
冬
龍
り
を
経
て
、
今
は
春
だ
と
咲
き
誇
る
様
子
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ

の
和
歌
を
踏
ま
え
て
《
蘆
刈
》
は
次
の
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
る
。

　
　
浮
寝
忘
る
る
難
波
江
の
。
浮
寝
忘
る
る
難
波
江
の
。
蘆
の
若
葉
を
越
ゆ
る

　
　
白
波
。
花
も
盛
り
に
津
の
国
の
。
こ
や
の
住
居
の
冬
ご
も
り
・
。
今
は
春
べ

　
　
と
都
の
空
に
。
伴
ひ
行
く
や
。
大
伴
の
。
御
津
の
浦
わ
の
見
つ
つ
を
契
り

　
　
に
。
帰
る
事
こ
そ
。
嬉
し
け
れ
。

　
こ
こ
で
は
、
男
に
と
っ
て
今
ま
で
の
難
波
に
お
け
る
蘆
刈
人
と
し
て
の
辛
い

生
活
が
冬
龍
り
で
あ
り
、
妻
と
再
会
し
共
に
都
に
帰
る
こ
と
が
で
き
る
現
在
の

喜
び
を
春
で
あ
る
と
し
て
、
生
活
と
季
節
が
効
果
的
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
先

に
挙
げ
た
鳥
居
明
雄
氏
の
論
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
梅
満
開
の
春
霞

の
水
辺
地
で
一
対
の
男
女
の
和
合
が
語
ら
れ
」
て
お
り
、
《
蘆
刈
》
に
こ
の
和

歌
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
難
波
に
お
け
る
梅
を
強
調
す
る
と
い
う
よ
り
も
、

「
冬
ご
も
り
」
か
ら
「
春
べ
」
へ
と
い
う
季
節
の
移
り
変
わ
り
を
導
き
出
す
こ

と
を
主
眼
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



　
　
　
　
　
謡
曲
《
蘆
刈
）
小
考

　
も
う
ひ
と
つ
の
歌
は

　
　
津
の
国
の
難
波
の
春
は
夢
な
れ
や
蘆
の
か
れ
葉
に
風
わ
た
る
也

　
　
　
　
　
　
　
（
『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
第
六
、
冬
歌
、
六
二
五
、
西
行
法
師
）

で
あ
る
。
金
春
禅
竹
の
『
歌
舞
髄
脳
記
』
（
康
正
二
年
・
一
四
五
六
）
の
雑
体

の
項
に
、

　
　
芦
刈
　
浅
文
風
　
有
心
体

　
　
　
津
の
国
の
難
波
の
春
は
夢
な
れ
や
芦
の
枯
葉
に
風
わ
た
る
な
り

と
あ
っ
て
、
当
該
歌
が
引
か
れ
て
い
る
。
蘆
刈
説
話
に
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

に
男
女
の
間
で
詠
み
交
わ
さ
れ
る
二
首
の
和
歌

　
　
君
な
く
て
あ
し
か
り
け
り
と
思
ふ
に
ぞ
い
と
ど
難
波
の
浦
は
住
み
憂
き

　
　
悪
し
か
ら
し
善
か
ら
ん
と
て
ぞ
別
れ
し
に
何
か
難
波
の
浦
は
住
み
憂
き

が
含
ま
れ
、
こ
れ
は
謡
曲
《
蘆
刈
》
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
曲
中
で
も
男
女

の
媒
と
し
て
の
和
歌
が
持
つ
効
能
を
述
べ
て
お
り
、
《
蘆
刈
》
に
お
い
て
こ
れ

ら
二
首
は
重
要
度
の
高
い
和
歌
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
禅
竹
は
、
蘆

刈
説
話
に
引
か
れ
て
い
る
二
首
の
和
歌
よ
り
も
当
該
歌
に
注
目
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
禅
竹
に
よ
る
こ
れ
以
上
の
説
明
は
見
ら
れ
な
い
大
、
禅
竹
が
当
該
歌
に

注
目
し
た
の
は
、
謡
曲
《
蘆
刈
》
に
お
け
る
季
節
の
転
換
が
こ
の
一
首
に
凝
縮

さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
当
該
歌
は
、
第
二
節
に
挙
げ
た
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
「
心
あ
ら
む
」
の
歌
を

踏
ま
え
て
い
る
。
そ
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
見
た
美
し
い
春
の
風
景
と
、

一

　ｌ．

ノペ

い
ま
目
の
前
に
広
が
る
荒
涼
と
し
た
冬
景
色
の
両
方
を
詠
み
込
ん
で
い
る
こ
と

に
深
み
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
柚
。
ま
た
、
『
御
裳
濯
川
歌
合
』
で
は
藤
原
俊
成

に
「
幽
玄
の
鉢
な
り
」
と
評
さ
れ
、
『
西
行
法
師
家
集
』
に
お
い
て
は
無
常
と

題
し
た
中
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
仙
。
『
定
家
十
体
』
で
は
有
心
体
の
和
歌
と

し
て
当
該
歌
が
挙
げ
ら
れ
て
い
い
。
元
来
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
に
冬
歌
と
し

て
収
め
ら
れ
、
春
を
過
ぎ
去
っ
た
夢
と
し
、
冬
の
現
在
を
歌
う
こ
と
で
無
常
観

や
幽
玄
を
表
現
し
た
歌
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
《
蘆
刈
》
に
お
い
て
当
該
歌
は
、
冬
と
春
の
両
方
の
季
節
と
、
な

お
か
つ
蘆
と
い
う
語
を
含
む
と
い
う
共
通
点
か
ら
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

も
の
の
、
そ
の
解
釈
は
復
縁
の
喜
び
に
満
ち
た
春
の
現
在
が
ま
る
で
夢
の
よ
う

で
あ
る
と
変
更
さ
れ
て
用
い
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
「
蘆
の
枯
葉
」
が
亦
く
冬
を

過
去
に
、
「
難
波
の
春
」
が
現
在
に
、
と
季
節
と
時
間
の
対
応
が
組
み
替
え
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
季
節
と
同
時
に
和
歌
の
与
え
る
印
象
が
、
暗
く
物
寂
し
い
も

の
か
ら
明
る
く
喜
び
に
満
ち
た
も
の
へ
と
巧
み
に
転
換
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
《
蘆
刈
》
の
詞
章
に
は
、
当
該
歌
と
共
通
す
る
「
夢
な
れ
や
」
と
い
う

表
現
が
も
う
一
箇
所
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
男
女
が
和
歌
を
詠
み
交
わ
し
、
和

歌
が
夫
婦
の
媒
で
あ
る
と
述
べ
た
後
の
場
面
で
あ
る
。

　
　
さ
の
み
は
何
を
か
包
み
井
の
。
隠
れ
て
住
め
る
小
屋
の
戸
を
。
押
し
あ
け

　
　
て
出
で
な
が
ら
。
面
な
の
わ
が
姿
や
。
三
年
の
過
ぎ
し
は
夢
な
れ
や
。
現

　
　
に
あ
ふ
の
松
原
か
や
木
陰
に
円
居
し
て
難
波
の
、
昔
語
ら
ん
。



　
こ
こ
に
は
当
該
歌
と
同
じ
く
「
夢
な
れ
や
」
と
い
う
表
現
が
含
ま
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
「
夢
」
と
い
う
言
葉
が
指
し
示
す
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
《
蘆
刈
》
に
引
用
さ
れ
た
当
該
歌
で
は
、
「
夢
」
が

「
難
波
の
春
」
、
つ
ま
り
夫
婦
が
再
会
で
き
た
現
在
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
に

対
し
、
こ
こ
で
は
「
三
年
の
過
ぎ
し
」
、
つ
ま
り
夫
婦
が
離
別
し
て
い
た
過
去

の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
来
の
当
該
歌
と
同
様
に
過

ぎ
去
っ
た
時
を
「
夢
」
と
表
現
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
「
夢
な
れ
や
」
と
い
う

言
葉
を
用
い
て
い
る
が
、
過
去
を
夢
と
捉
え
る
か
、
現
在
を
夢
と
捉
え
る
か
、

こ
こ
で
も
ひ
と
つ
転
換
が
起
こ
っ
て
い
る
。

　
《
蘆
刈
》
に
引
用
さ
れ
た
際
の
当
該
歌
に
お
い
て
「
難
波
の
春
」
と
は
「
難

波
津
」
の
歌
に
「
今
は
春
べ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
現
在
を
表
し
、
「
難
波
の
春

は
夢
な
れ
や
」
と
あ
る
の
で
、
「
夢
」
の
内
容
も
現
在
と
解
釈
で
き
る
。
そ
し

て
当
該
歌
前
後
の
夫
婦
再
会
を
喜
ぶ
詞
章
か
ら
判
断
す
る
と
、
明
ら
か
に
春
を

表
す
上
旬
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
冬
を
表
す
下

旬
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
下
旬
の
「
蘆
の
枯
葉
」
に
男
の
苦
し
ん
だ

時
期
を
含
み
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
現
在
の
春
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
と
、
冬
の
季

節
感
を
持
つ
蘆
刈
説
話
を
踏
ま
え
た
上
で
、
謡
曲
《
蘆
刈
》
の
季
節
が
春
に
変

更
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
重
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
当
該
歌

と
謡
曲
《
蘆
刈
》
の
共
通
性
は
、
禅
竹
が
『
歌
舞
髄
脳
記
』
に
お
い
て
当
該
歌

を
取
り
上
げ
た
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
謡
曲
《
蘆
刈
）
小
考

お
わ
り
に

　
世
阿
弥
は
『
三
道
』
に
お
い
て
「
先
、
種
・
作
・
書
二
二
道
よ
り
出
た
り
。

一
に
能
の
種
を
知
る
事
、
二
に
能
を
作
事
二
二
に
能
を
書
事
也
。
本
説
の
種
を

よ
く
く
安
得
し
て
、
序
破
急
の
三
体
を
五
段
に
作
な
し
て
、
さ
て
、
詞
を
集

め
、
曲
を
付
て
書
連
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
能
作
者
が
本
説
の
種
を
ど
う
解

釈
し
、
変
更
し
た
か
は
そ
の
詞
章
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
。
本
説
の
種
が
必
要
と

さ
れ
る
理
由
は
、
物
語
の
筋
に
強
固
な
骨
子
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、

本
説
を
知
る
者
に
は
能
作
者
に
よ
る
転
換
や
創
作
の
部
分
が
理
解
さ
れ
、
そ
の

相
違
す
る
部
分
を
面
白
味
と
し
匹
旱
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

謡
曲
（
蘆
刈
）
は
、
多
く
の
転
換
が
施
さ
れ
た
曲
で
あ
る
。
蘆
刈
説
話
か
ら
の

季
節
感
の
転
換
、
冬
寵
り
が
明
け
て
春
に
な
る
と
い
う
曲
中
で
の
季
節
の
転
換
、

典
拠
の
和
歌
と
の
比
較
に
お
け
る
夢
が
表
す
時
間
の
転
換
な
ど
が
あ
る
が
、
そ

れ
は
結
末
が
幸
福
な
夫
婦
再
縁
と
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
大
き
く
起
因
す
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
夫
婦
が
連
れ
立
っ
て
都
に
帰
る
と
い
う
結
末
の
み
を
変
更
す

る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
季
節
や
趣
き
を
変
更
し
て
い
く
こ
と
が
、

謡
曲
《
蘆
刈
》
の
構
成
の
巧
み
さ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

注①
　
表
章
・
加
藤
周
一
校
注
『
日
本
思
想
大
系
　
世
阿
弥
　
禅
竹
』
（
岩
波
書
店

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
　
　
謡
曲
《
蘆
刈
）
小
考

　
九
七
四
年
）
に
よ
る
。
以
下
、
世
阿
弥
・
金
春
禅
竹
の
伝
書
本
文
の
引
用
は
本
書
に

　
よ
る
。

②
　
旦
（
体
的
に
蘆
刈
説
話
と
謡
曲
《
蘆
刈
》
と
の
比
較
を
行
っ
て
い
る
も
の
に
、
今
西

　
実
「
『
佐
藤
ふ
ぢ
わ
う
』
・
『
あ
し
や
の
さ
う
し
』
小
孜
」
（
『
山
辺
道
』
第
八
号
　
一

　
九
六
一
年
十
二
月
）
、
福
田
晃
「
芦
刈
説
話
伝
承
論
序
説
－
「
産
神
問
答
」
「
炭
焼
長

　
者
」
と
の
か
か
わ
り
の
中
か
ら
ー
」
（
国
学
院
大
学
文
学
第
二
研
究
室
記
念
論
文
編

　
集
委
員
会
『
口
承
文
芸
の
展
開
　
上
』
桜
楓
社
　
▽
几
七
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。

③
　
高
橋
正
治
他
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
竹
取
物
語
　
伊
勢
物
語

　
大
和
物
語
　
平
中
物
語
』
（
小
学
館
　
▽
几
九
四
年
）
に
よ
る
。
以
下
、
『
大
和
物

　
語
』
本
文
の
引
用
は
本
書
に
よ
る
。

④
　
佐
成
謙
太
郎
氏
は
『
謡
曲
大
観
　
首
巻
』
（
明
治
書
院
　
▽
几
六
四
年
）
第
五
章

　
能
楽
の
価
値
に
お
い
て
「
謡
曲
作
者
は
親
子
の
情
愛
を
讃
美
す
る
一
方
、
男
女
の
恋

　
愛
を
極
め
て
排
斥
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

⑤
　
佐
成
謙
太
郎
『
謡
曲
大
観
　
第
一
巻
』
（
明
治
書
院
　
▽
几
六
三
年
）
に
よ
る
。

　
以
下
、
謡
曲
《
蘆
刈
》
本
文
の
引
用
は
本
書
に
よ
る
。
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。

　
ま
た
引
用
中
の
「
／
」
は
本
書
に
お
け
る
改
行
を
示
す
。

⑥
　
鳥
居
明
雄
「
再
会
と
俳
優
－
芦
刈
」
（
『
鎮
魂
の
中
世
』
ぺ
り
か
ん
社
　
▽
几
八
九

　
年
）
に
よ
る
。
初
出
は
原
題
「
芦
刈
説
話
論
」
一
二
一
（
『
俄
草
紙
』
四
号
　
▽
几

　
七
九
年
九
月
・
五
号
　
▽
几
八
一
年
三
月
）
で
あ
る
。

⑦
　
謡
曲
と
季
節
に
関
す
る
研
究
に
は
岡
崎
正
氏
「
謡
曲
と
季
節
」
（
『
駒
渫
短
大
国

　
文
』
第
十
五
号
　
▽
几
八
五
年
三
月
）
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
《
小
塩
》
《
銕
捨
》
《
葛

　
城
》
に
お
け
る
季
節
の
「
文
芸
的
象
徴
化
」
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。

⑧
　
片
野
達
郎
・
松
野
陽
一
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
千
載
和
歌
集
』
（
岩
波

　
書
店
　
▽
几
九
三
年
）
に
よ
る
。

⑤
田
中
裕
・
赤
瀬
信
吾
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
新
古
今
和
歌
集
』
（
岩
波
書

　
店
　
▽
几
九
二
年
）
に
よ
る
。
以
下
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
本
文
の
引
用
は
本
書
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

　
よ
る
。

⑩
　
久
保
田
淳
・
平
田
喜
信
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
後
拾
遺
和
歌
集
』
（
岩

　
波
書
店
　
▽
几
九
四
年
）
に
よ
る
。

⑥
　
佐
竹
昭
広
他
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
万
葉
集
　
一
』
（
岩
波
書
店
　
一

　
九
九
九
年
）
に
よ
る
。

⑩
　
『
連
珠
合
壁
集
』
に
も
「
簾
と
ア
ラ
（
。
（
中
略
）
蘆
」
と
あ
る
（
『
続
群
書
類
従

　
第
十
七
輯
下
』
続
群
書
類
従
完
成
会
　
▽
几
二
四
年
再
版
）
。

⑩
　
近
藤
喜
博
編
『
神
道
集
』
（
角
川
書
店
　
▽
几
五
九
年
）
に
よ
る
。

⑩
　
謡
曲
《
蘆
刈
）
で
は
、
蘆
刈
男
の
遊
狂
場
面
の
直
後
に
男
女
の
再
会
が
描
か
れ
る

　
の
だ
が
、
二
人
は
そ
の
ま
ま
顔
を
見
合
わ
せ
、
笠
之
段
以
降
の
詞
章
に
も
簾
が
登
場

　
す
る
こ
と
は
な
い
。

⑤
小
島
憲
之
・
新
井
栄
蔵
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
古
今
和
歌
集
』
（
岩
波
書

　
店
　
▽
几
八
九
年
）
に
よ
る
。
ま
た
引
用
中
の
「
／
」
は
本
書
に
お
け
る
改
行
を
示

　
す
。

⑩
　
管
見
の
限
り
で
は
、
頭
注
な
ど
に
お
い
て
《
蘆
刈
》
に
お
け
る
当
該
歌
に
つ
い
て

　
考
察
さ
れ
た
も
の
は
、
西
行
法
師
の
和
歌
を
挙
げ
る
以
外
に
、
「
本
歌
は
春
の
快
楽

　
の
夢
中
に
過
ぎ
た
る
を
感
慨
せ
し
意
な
る
を
。
こ
ゝ
に
は
往
時
の
困
難
は
一
睡
の
夢

　
と
去
り
た
る
意
に
取
り
な
し
て
引
く
」
（
大
和
田
建
樹
『
謡
曲
評
釈
　
第
七
輯
』
博

　
文
館
　
▽
几
○
九
年
。
引
用
文
中
の
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
）
、
「
こ
の
歌
を
夫

　
婦
の
再
会
が
夢
の
や
う
だ
と
い
ふ
意
に
と
り
な
し
た
」
（
佐
成
謙
太
郎
『
謡
曲
大
観

　
第
一
巻
』
）
、
「
眼
前
の
冬
景
色
を
見
れ
ば
花
や
か
だ
っ
た
春
の
景
色
は
夢
の
よ
う
で

　
あ
る
の
意
の
歌
を
、
上
旬
を
夫
婦
再
会
が
夢
の
よ
う
で
あ
る
の
意
に
、
下
の
旬
を

　
「
波
の
立
つ
」
の
序
に
転
用
し
た
」
（
横
道
萬
里
雄
・
表
章
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大

　
系
　
謡
曲
集
　
上
』
岩
波
書
店
　
▽
几
六
〇
年
）
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。

⑤
　
井
上
宗
雄
校
注
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
中
世
和
歌
集
』
（
小
学
館
　
二
〇

　
〇
〇
年
）
に
よ
る
。



⑩
　
久
保
田
淳
編
『
西
行
全
集
』
（
日
本
古
典
文
学
会
　
▽
几
八
二
年
）
に
よ
る
。

⑩
　
佐
佐
木
信
綱
編
『
日
本
歌
学
大
系
　
第
四
巻
』
（
風
間
書
房
　
▽
几
五
六
年
）
に

謡
曲
《
蘆
刈
）
小
考

一
九




